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一
　

ト
ポ

フ

ィ
リ

ア

人
間
を
形
作
る
の
は
環
境
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
環
境
は
必
ず
し

も

一
定
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
は
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ

る
時
は
抗
い
よ
う
の
な
い
大
き
な
運
命
の
力
に
よ

っ
て
変
え
ら
れ
て
ゆ
く
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
の
詩
人
た
ち
は
、
往
々
に
し
て
自
ら
の
抱
負

や
感
慨
を
述
べ
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
時
代
状
況
、
そ
し
て
政
治
や
社

会
風
潮
を
詩
に
詠
み
こ
む
。
こ
れ
ら
の
詩
歌
で
は
、
詩
人
に
よ

っ
て
見
聞
さ

れ
、
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
詩
歌
と
な

っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
逆
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
詩
人
の
個
性
の
み
が
詩
歌

の
内
容
を
決
定
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

つ
ま
り
各
時
代
に
お
け

る
文
化
や
環
境
、
及
び
歴
史
的
な
事
件
が
詩
人
を
育
み
、
詩
を
生
み
出
す
と

も
言
え
る
。
こ
こ
で
、
詩
人
と
都
市
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

「
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
」
（弓
ｏ
う
ｏ
「
巨
〓いじ

と
い
う
概
念
が
詩
人
た
ち
の
活
動
に

深
く
関
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
地
理

中

尾

健

良Б

学
者
イ
ー
フ
ー

・
ト
ゥ
ア
ン
氏
の
著
書
名
で
あ
る
と
同
時
に
彼
が
提
唱
し
た

概
念
で
あ
り
、
「人
々
と
、
場
所
あ
る
い
は
環
境
と
の
間
の
、
情
緒
的
な
結

び

つ
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
そ
の
土
地

へ
の
愛
着
、　
つ
ま
り

「場
所
愛
」
で
あ
る
。
ト
ゥ
ア
ン
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
新
造
語
で
あ
り
、
物
質
的
環
境
と

人
間
と
の
情
緒
的
な

つ
な
が
り
を
す
べ
て
含
む
よ
う
に
広
く
定
義
で
き

る
と
い
う
点
で
、
便
利
な
言
葉
で
あ
る
。
環
境
と
の
こ
う
し
た
情
緒
的

な

つ
な
が
り
は
、
そ
の
強
さ
も
微
妙
さ
も
表
現
様
式
も
、
き
わ
め
て
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
環
境

へ
の
反
応
は
、
ま
ず
第

一
に
審
美
的
な
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
人
が
眺
望
か
ら
手
に
入
れ
る
は

か
な
い
喜
び
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
は
か
な
い
が
、
し
か
し
は
る
か
に
熱

烈
な
、
突
然
啓
示
的
に
現
れ
る
美
的
感
覚
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
わ
た
り

う
る
の
だ
。
そ
の
反
応
は
、
空
気
や
水
や
土
の
感
触
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
喜
び
の
よ
う
に
、
触
覚
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も

っ
と
永
続
的
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で
、
し
か
し
表
現
す
る
の
は
も

っ
と
容
易
で
な
い
も
の
は
、
そ
こ
が
故

郷
で
あ

っ
た
り
、
思
い
出
の
場
所
だ

っ
た
り
、
生
計
を
立
て
る
手
段
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
人
が
場
所
に
対
し
て
も

つ
感
覚
で
あ
る
。

ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
が
生
ま
れ
る
環
境
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

故
郷
や
思
い
出
の
場
所
、
生
計
を
立
て
る
場
所
で
あ
る
。
近
年
、
こ
の
概
念

は
中
国
学
の
分
野
で
も
応
用
さ
れ
て
お
り
、
詩
人
の
創
作
の
場
に
対
す
る
感

情
を
読
み
解
く

一
つ
の
関
鍵
語
と
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
陶
淵
明
や
自
居

易
の
詩
文
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
晩
年
を
過
ご
し
た
都
市
に
対
す
る
愛
着
が
見

受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。
詩
人
た

ち
が
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
を
抱
い
た
場
所
を
挙
げ
れ
ば
、
都
市
の
数
だ
け
そ
れ
が

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
中
国
に
は
古
来
多
く
の
詩
人
が
存
在
す
る
た
め
、

小
論
に
お
い
て
は

「陪
都
」
に
お
い
て
活
動
し
た
詩
人
、
就
中
、
会
稽
で
創

作
活
動
を
行

っ
た
王
義
之
と
謝
霊
運
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。

】
一　

陪
都

に

つ
い

て

「陪
都
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
日
本
語
の
辞
書
に
は
見
え
な
い
が
、
「
副

首
都
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
陪
都
」
と
い
う
言
葉
が
何
時
頃
か
ら
使
わ
れ
て

い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
概
念
と
し
て
は
紀
元
前
十
二
世
紀
の
西
周
よ
り

存
在
す
る
。
西
周
の
洛
邑

（洛
陽
）
以
外
の
例
と
し
て
は
、
前
漢
の
洛
陽
、

後
漢
の
南
都
で
あ
る
南
陽

（光
武
帝
の
出
身
地
）
、
隋
唐
及
び
北
宋
の
洛
陽
、

明
の
南
京
な
ど
が
あ
り
、
も

っ
と
も
顕
者
な
例
と
し
て
は
、
唐
代
に
西
都
長

安
に
対
し
、
東
都
洛
陽
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

陪
都
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
都
市
は
、
各
王
朝
に
お
い
て

一
つ
と
限
定
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
北
宋
で
は
西
京
河
南
府

（洛
陽
）
の
ほ
か

に
、
南
京
応
天
府

（現
在
の
河
南
省
商
丘
市
）
、
北
京
大
名
府

（現
在
の
河

北
省
大
名
県
）
の
三
都
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
南
京
応
天
府
は
明
の

南
京
と
同
様
に
宋
朝
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、
北
京
大
名
府
は
国
境
守
備
の
要

衝
で
あ

っ
た
。
軍
事
的
要
衝
と
言
え
ば
、
南
朝
に
お
い
て
は
荊
州
江
陵

（現

在
の
湖
北
省
江
陵
県
）
、
南
徐
州
京
口

（現
在
の
江
蘇
省
鎮
江
市
）
が
想
起

さ
れ
る
。
江
陵
と
京
口
は
南
朝
に
お
け
る
国
土
防
衛
の
拠
点
で
あ

っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
西
府
軍
と
北
府
軍
が
置
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
国
軍
の
中
核
で

あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
人
口
も
多
く
、
京
国
の
人
口
は
首
都
建
康

（南

京
）
に
次
ぎ
、
江
陵
の
属
す
る
荊
州
の
人
口
は
京
口
に
次
ぐ
。

つ
ま
り
こ
れ

ら
の
都
市
は
防
衛
上
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
や
都
市
の
規
模
か
ら
見
れ
ば
、

陪
都
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
南
朝
に
お
い
て
は
建
康
の
首
都
と
し
て
の

位
置
が
盤
石
で
は
な
か

っ
た
た
め
、
東
晋
が
桓
玄
に
集
奪
さ
れ
た
時
に
は
江

陵
が
新
都
に
定
め
ら
れ
、
ま
た
他
の
地
方
都
市
に
遷
都
の
議
論
が
提
起
さ
れ

た
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
遷
都
の
議
論
が
起
こ
り
、
あ
る
い
は
実
際
に
新
都
が
置
か

れ
、
か

つ
相
当
の
規
模
を
備
え
る
諸
都
市
も
陪
都
と
見
な
し
て
良
い
か
と
考

え
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
南
朝
の
江
州
尋
陽

（現
在
の
江
西
省
九
江
市
）

と
東
揚
州
会
稽

（現
在
の
浙
江
省
紹
興
市
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
江
陵

と
建
康
を
結
ぶ
軍
事

。
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
荊
州
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
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そ
れ
に
近
い
人
口
を
具
え
て
お
り
、
東
晋
の
安
帝
が
元
興
二
年

（四
〇
三
）

十
二
月
に

一
時
的
に
で
は
あ
る
が
幽
閉
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
会
稽
も
人
口
の

規
模
は
江
州
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
遷
都
の
候
補
地
に
挙
げ
ら
れ

た
こ
と
が
あ
る
。
近
代
の
例
で
あ
る
が
、
『
漢
語
大
詞
典
』
（上
海
辞
書
出
版

社
、　
一
九
八
六
年
。
第
十

一
冊
、　
一
〇
五
三
頁
）
の

「陪
都
」
の
項
に
記
述

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
抗
日
戦
争
時
期
の
重
慶
が
、
北
京
か
ら
遠
く
離
れ
た

四
川
の
地
に
あ
り
な
が
ら
陪
都
と
さ
れ
た
の
も
、
首
都
か
ら
の
距
離
や
都
市

の
規
模
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
都
市
に
国
家
の
政
府
が
置
か
れ
る
と
い

う
行
政
上
の
必
要
性
に
駆
ら
れ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

尋
陽
と
会
稽
を
陪
都
に
数
え
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
あ
る
い
は
異
議
も
あ
る

か
と
思
う
が
、

こ
れ
ら
の
都
市
が
南
朝
に
お
い
て
主
要
な
都
市
の

一
つ
で

あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
特
に
尋
陽
は
長
江
の
中
流
域

に
位
置
す
る
軍
事
上
の
拠
点
で
あ
る
た
め
、
や
は
り
陪
都
に
挙
げ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
定
義
す
る
と
、
陪
都
と
は
首
都
に
準
じ
る
副
首

都
と
い
う
意
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
概
念
を
定
義
す
る
と
、
次
の
四
点
の
い

ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
皇
室
に
縁
り
を
持
つ
都
市
。

二
、
首
都
に
並
ぶ
か
、
こ
れ
に
準
じ
る
規
模
及
び
経
済
力
を
有
す
る
。

三
、
首
都
に
従
属
し
、
軍
事
上
の
要
衝
と
し
て
首
都
の
機
能
を
支
え
る
。

四
、
都
市
と
し
て
遷
都
の
候
補
地
と
な
る
だ
け
の
規
模
を
有
す
る
。

〓
一　

東

晋
か

ら
劉
宋

の
詩
人

に
お

け

る
陪
都

―
―
王
義
之

・
謝
霊
運
を
中
心
に

前
節
に
お
い
て
は
、
南
朝
の
陪
都
と
し
て
京
口
や
江
陵
の
ほ
か
に
、
会
稽

と
尋
陽
を
数
え
る
こ
と
を
提
言
し
た
。　
一
見
す
る
と
こ
の
両
地
は
、
単
な
る

田
舎
の
地
方
都
市
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
述
べ
る
よ
う
に
実
際
に
は

そ
う
で
は
な
い
。
特
に
会
稽
と
言
え
ば
、
王
義
之

（三
〇
七
～
三
六
五
）
や

謝
安

（三
二
〇
～
三
八
五
）
の
故
地
で
あ
り
、
王
義
之
の

「蘭
亭
の
宴
」
、

謝
安
の

「
東
山
の
遊
び
」
、
そ
し
て
謝
霊
運

（三
八
五
～
四
三
三
）
の
山
水

詩
の
舞
台
で
も
あ
る
。
彼
ら
の
作
品
を
読
め
ば
、
美
し
い
会
稽
の
自
然
が
目

に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
会
稽
と
い
う
都
市
の
存
在
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
こ
れ
ま
で
に
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
陪
都
に
お
け
る
詩
人
の
創
作
活
動
の

一
つ
の
モ

デ
ル
と
し
て
王
義
之
及
び
謝
霊
運
の
会
稽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、

か

つ
王
義
之
と
謝
霊
運
に
お
け
る
会
稽
に
着
目
し
、
彼
ら
に
お
け
る
首
都
と

会
稽
の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
何
故
な
ら
こ
の
二
人
が
官
職
を
完
全
に

放
棄
し
た
隠
者
と
し
て
で
は
な
く
、
官
僚
の
身
分
に
在
り
な
が
ら
隠
逸
的
な

楽
し
み
を
述
べ
た
作
品
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
隠
逸
的
な
生

活
を
送

っ
た
後
代
の
知
識
人
の
先
駆
け
と
な
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
王
義
之

王
義
之
は
、
六
朝
貴
族
を
代
表
す
る
名
門
瑯
那
の
王
氏
の
出
身
で
あ
り
、
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書
道
家
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
名
を
高
か
ら
し
め
て
い
る
の

が

「蘭
亭
の
宴
」
で
あ
る
。
「蘭
亭
の
宴
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
王
義
之

を
始
め
と
す
る
会
稽
の
名
士
が
集

っ
た
、
流
錫
曲
水
の
風
雅
な
宴
で
あ
る
。

永
和
九
年
、
歳
は
癸
丑
に
在
り
。
暮
春
の
初
め
、
会
稽
山
陰
の
蘭
亭

に
会
す
。
楔
事
を
脩
む
る
な
り
。
群
賢
、
畢

く
至
り
、
少
長
、
咸
な

集
ま
る
。
此
の
地
に
崇
山
峻
嶺
、
茂
林
脩
竹
有
り
。
又
た
清
流
激
濡
有

り
て
、
左
右
に
映
帯
す
。
引
き
て
以
て
流
場
の
曲
水
と
為
し
、
其
の
次

に
列
坐
す
。
糸
竹
管
弦
の
盛
ん
な
る
無
し
と
雖
も
、　
一
腸

一
（詠
す
れ

ば
、
亦
た
以
て
幽
情
を
暢
叙
す
る
に
足
る
。
是
の
日
や
、
天
朗
か
に
し

て
気
清
み
、
恵
風
和
暢
す
。
仰
ぎ
て
は
宇
宙
の
大
な
る
を
観
て
、
俯
じ

て
は
品
類
の
盛
ん
な
る
を
察
す
。
目
を
遊
ば
し
め
て
懐
ひ
を
需
す
る
所

以
に
、
以
て
視
聴
の
娯
し
み
を
極
む
る
に
足
る
。
信
に
楽
し
む
べ
き
な

り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（王
義
之

「蘭
亭
序
し

会
稽
の
豊
か
な
自
然
の
中
で
行
わ
れ
た

「蘭
亭
の
宴
」
は
、
共
に
詩
を
作

る
と
い
う
点
で
は
、
西
晋
の
石
崇

（二
四
九
～
三
〇
〇
）
が
洛
陽
で
開
い
た

「金
谷
の
宴
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「糸
竹
管
絃
の
盛
ん
な
る
無
し
」
と
述
べ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
遊
宴
に
付
き
も
の
の
音
楽
は
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
贅
沢
を
排
除
し
た
宴
が
催
さ
れ
た
も
の
と
言

え
よ
う
。
『
世
説
新
語
』
企
羨
篇
よ
り
、
王
義
之
は

「
蘭
亭
の
宴
」
を
開
く

に
あ
た
り
、
「金
谷
の
宴
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ

う
で
あ
れ
ば
、
王
義
之
は
贅
を
尽
く
し
た
石
崇
に
対
し
て
、
よ
り
自
然
の
中

に
没
入
し
、
奢
移
を
排
す
る
方
向
で
宴
を
催
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
こ
の
宴
の
主
催
者
で
あ
る
王
義
之
が
日
頃
こ
の
よ
う
な
優
雅
な
宴
を

楽
し
ん
で
い
た
の
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
晋
王
朝
が
江
南

の
地
に
再
興
さ
れ
て
か
ら
、
会
稽
は
江
南
の
中
心
地
の

一
つ
と
し
て
脚
光
を

浴
び
て
お
り
、
ま
た
会
稽
内
史
と
し
て
会
稽
の
行
政
を

一
手
に
掌
握
す
る
王

義
之
は
多
忙
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

「蘭
亭
序
」
に
見
え
る
優
雅
な
集
会
は
、

王
義
之
が
多
忙
な
政
務
の
合
間
を
縫

っ
て
催
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か

も
刺
史
が
多
忙
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
土
地
は
閑
散
と
し
た
僻
地
で
あ

る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
会
稽
が
遷
都
の
候
補
地
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
晋
時
代
に
は
、
幾
度
か
遷
都
の
問
題
が
生
じ
た
が
、
最
初
の
遷
都
の
建

議
は
、
成
帝
の
成
和
二
年

（三
二
九
）
か
ら
咸
和
四
年

（三
二

一
）
に
起
き

た

「蘇
峻
の
乱
」
の
時
、
首
都
建
康
が
戦
火
に
見
舞
わ
れ
た
際
に
起
き
た
。

ま
ず
温
嬌
が
豫
章

（現
在
の
江
西
省
南
昌
市
）

に
遷
都
す
る
こ
と
を
提
起

し
、
続
い
て
提
起
さ
れ
た
の
が
会
稽
で
あ
る
。
結
局
、
宰
相
王
導
の
仲
裁
に

よ
り
、
遷
都
の
件
は
沙
汰
止
み
と
な

っ
た
が
、

こ
の

一
事
を
と

っ
て
見
る

と
、
会
稽
は
遷
都
が
建
議
さ
れ
る
だ
け
の
規
模
を
具
え
た
都
市
で
あ

っ
た
と

言
え
よ
う
。
ま
た
東
晋
の
簡
文
帝
司
馬
呈
は
帝
位
に
就
く
以
前
は
会
稽
王
で

あ
り
、
ま
た
東
晋
末
期
に
朝
政
を
韮
断
し
た
王
族
司
馬
道
子
は
、
若
く
し
て

会
稽
五
万
九

一
四
〇
戸
の
食
邑
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
与
え
ら
れ
た

封
土
は
、
後
の
彼
の
官
歴
を
見
れ
ば
、
有
力
な
王
族
に
与
え
ら
れ
る
に
相
応

し
い
所
領
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
会
稽
は
、
王
義
之
ば

か
り
で
な
く
謝
安
や
謝
霊
運
の
荘
園
の
あ

っ
た
地
域
で
あ
る
。
此
処
に
多
く
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の
貴
族
が
集

っ
て
宴
を
催
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
郊
外
に
豊
か
な
自
然
が

あ

っ
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
会
稽
に
は
貴
族
の
集
居
を
許
す
だ
け
の

都
市
機
能
が
具
わ

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

江
南
に
は
、
尋
陽
、
会
稽
、
江
陵
、
広
陵

（現
在
の
江
蘇
省
揚
州
市
）
、

京
口
、
武
昌

（現
在
の
湖
北
省
武
漢
市
）
、
豫
章
、
さ
ら
に
襄
陽

（現
在
の

湖
北
省
襄
焚
市
）
、
益
州

（現
在
の
四
川
省
成
都
市
）
、
広
州

（現
在
の
広
東

省
広
州
市
）
等
の
諸
都
市
が
繁
栄
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
尋
陽
と
江
陵

は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
江
の
上
流
と
中
流
に
位
置
し
、
政
治
的

。
地
理
的
に
首
都

建
康
に
次
ぐ
重
要
な
都
市
で
あ

っ
た
。
試
み
に
、
『
宋
書
』
地
理
志
よ
り
戸

数
五
万
以
上
の
州
の
人
口
と
首
都
建
康

（南
京
）
か
ら
の
距
離

（水
路
に
よ

る
）
を
近
い
順
に
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

（○
を
冠
し
た
の
が
州
、

括
弧
内
は
州
都
の
現
在
名
で
あ
る
）
。

団

　
　
　
国

　
　
　
　
　
□

　
　
　
―

○
揚
　
州
（南
京
）
　

一
四
万
三
二
九
六
戸
　
一
四
五
万
五
六
八
五
人
　
　
　
　
　
○
里

○
南
徐
州
（鎮
江
）
　
　
七
万
二
四
七
二
戸
　
　
四
二
万
〇
六
四
〇
人
　
　
　
一
一四
〇
里

○
東
揚
州
（紹
興
）
　

五
万
三
二
二
八
戸
　
　
一二
四
万
八
〇

一
四
人
　
　
一
〓
一五
五
里

○
江
　
州
（九
江
）
　

五
万
二
〇
三
三
戸
　
　
一二
七
万
七

一
四
七
人
　
　
一
四
〇
〇
里

○
荊
　
州
（江
陵
）
　

エハ
万
五
六
〇
四
戸
　
　
（記
載
な
し
）
　
　
　
　
一三
二
八
〇
里

○
益
　
州
（奉
節
）
　

五
万
三

一
四

一
戸
　
　
一
一四
万
八
二
九
二
人
　
　
九
九
七
〇
里

単
純
に
戸
数
と
人
口
の
多
寡
が
都
市
の
規
模
を
表
す
も
の
で
は
必
ず
し
も

な
い
だ
ろ
う
が
、
建
康
に
近
接
す
る
南
徐
州
は
と
も
か
く
、
水
路
で
お
よ
そ

六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
東
揚
州

（会
稽
）
や
江
州

（尋
陽
）
が
、
建

康
周
辺
の
諸
都
市
に
及
ば
ず
と
も
遠
く
な
い
戸
数
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
王
義
之
や
謝
霊
運
が
別
荘
を
構
え
た
会
稽
、
陶
淵
明

が
田
園
生
活
を
営
ん
だ
尋
陽
は
、
江
南
屈
指
の
規
模
を
持

つ
州
の
中
に
あ

り
、
そ
の
住
ま
い
の
所
在
は
決
し
て
辺
部
な
片
田
舎
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

２の
。と

こ
ろ
で
、
王
義
之
の
会
稽
赴
任
の
背
景
に
は
、
当
時
、
西
府
江
陵
を
根

拠
地
と
す
る
桓
温
と
、
会
稽
王
司
馬
皇

（後
の
簡
文
帝
）
及
び
北
府
京
口
を

根
拠
地
と
す
る
殷
浩
の
二
大
勢
力
の
抗
争
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

王
義
之
が

「蘭
亭
の
宴
」
を
開
い
た
永
和
九
年

（二
五
三
）
は
、
殷
浩
が
北

伐
を
行

っ
て
い
る
年
で
あ

っ
た
。
会
稽
王
を
中
心
と
す
る
建
康
の
貴
族
達
が

北
伐
の
挙
に
出
て
い
る
時
に
、
王
義
之
等
は
江
陵
の
桓
温

一
党
と
建
康
の
司

馬
呈

・
殷
浩
と
の
対
立
か
ら

一
歩
離
れ
て
第
三
極
を
構
成
し
て
い
た
。
し
か

も
そ
の
極
と
は
、
自
然
の
優
美
さ
を
活
動
の
背
景
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
王

義
之
等
は
会
稽
を
根
拠
地
と
し
て
、
自
ら
の
風
雅
な
集
会
を
喧
伝
し
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
優
美
な
自

然
を
具
え
て
は
い
る
が
、
行
政
単
位
と
し
て
の
会
稽
は
大
郡
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
王
義
之
は
こ
の
大
郡
に
拠
り
つ
つ
、
首
都
建
康
に
対
し
て
、
自
身
を

含
む
貴
族
の
活
動
を

「蘭
亭
序
」
に
よ
っ
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
詩
人
と
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
　
ー
陪
都
の
文
学
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中
国
の
詩
人
と
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
　
ー
陪
都
の
文
学

（
二
）
謝
霊
運
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一紀
及
滋
年

王
義
之
没
後
、
こ
の
会
稽
を
舞
台
に
華
麗
な
山
水
詩
を
多
く
詠
じ
た
の
　
　
　
　
絡
憐
謝
清
暖

が
、
劉
宋
の
謝
霊
運
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
謝
霊
運
は
、
「
山
居
賦
」
　

　

　

疲
爾
懸
貞
堅

翁
藝
文
類
衆
』
巻
六
十
四
、
居
処
部
四

・
斎
所
引
）
を
始
め
、
会
稽
に
お
け
　
　
　
　
拙
疾
相
倫
薄

る
生
活
を
多
く
の
詩
賦
に
詠
ん
で
い
る
。
ま
ず
彼
自
身
が
会
稽
に
つ
い
て
述
　
　
　
　
ョ足
得
静
者
便

べ
た
文
を
次
に
挙
げ
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剖
竹
守
治
海

会
境

（会
稽
）
既
に
山
水
豊
か
に
し
て
、
是
を
以
て
江
左
の
嘉
逐
、
並
　
　
　
　
柾
帆
過
奮
山

に
多
く
之
れ
に
居
る
。
但
だ
季
世
に
は
栄
を
慕
ひ
、
幽
棲
す
る
者

寡
　
　
　
　
山
行
窮
登
頓

じ
。
或
ひ
は
復
た
才
は
時
の
求
む
る
と
こ
ろ
と
為
る
も
、
志
に
従
ふ
を
　
　
　
　
水
渉
蓋
涸
沿

獲
ず
。
王
弘
之
の
若
き
に
至
り
て
は
、
衣
を
払
ひ
て
耕
に
帰
し
、
歴
を
　
　
　
　
巖
哺
嶺
租
畳

鍮
ゆ
る
こ
と
三
紀
。
孔
淳
之
は
窮
岨
に
隠
約
し
、
始
め
よ
り
今
に
迄
　
　
　
　
洲
榮
渚
連
孫

る
。
　
　

　
　

　

（謝
霊
運

「与
鷹
陵
王
書
」
、
『謝
康
楽
集
』
巻

一
）
　
　
　
　
白
雲
抱
幽
石

こ
れ
は
、
隠
棲
初
期
の
劉
宋
の
景
平
元
年

（四
二
三
）
に
、
王
族
劉
義
真
　
　
　
　
緑
篠
媚
清
漣

に
宛
て
た
書
簡
の
抜
粋
で
あ
る
。
謝
霊
運
は
こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
豊
か
な
　
　
　
　
葺
宇
臨
週
江

自
然
に
恵
ま
れ
た
会
稽
に
て
、
自
身
は
王
弘
之
や
孔
淳
之
の
よ
う
な
隠
士
と
　
　
　
　
築
観
基
曾
顛

共
に
交
流
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
謝
霊
運
は
何
故
に
　
　
　
　
揮
手
告
郷
曲

会
稽
に
隠
棲
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
よ
う
。
謝
霊
運
の
隠
　
　
　
　
一二
載
期
婦
旋

棲
の
志
は
、
彼
が
永
初
三
年

（
四
三
二
）
に
永
嘉
太
守
に
赴
任
す
る
途
上
、
　
　
　
　
且
篤
樹
粉
積

故
郷
で
あ
る
会
稽
郡
始
寧
に
立
ち
寄

っ
た
時
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
無
令
孤
願
言

束
霧
懐
欣
介
　
　
束
髪
　
欣
介
を
懐
き

逐
物
遂
推
遷
　
　
物
を
逐
ひ
て
遂
に
推
遷
す

違
志
似
如
昨
　
　
志
に
違

へ
る
は
昨
の
似
如
く

二
紀
　
姦
の
年
に
及
べ
り

絡
憐
　
清
蹟
を
謝
り

疲
蘭
　
貞
堅
に
懸
づ

拙
疾
　
相
ひ
侍
り
て
薄
り

還
た
静
者
の
便
を
得
た
り

竹
を
剖
き
て
治
海
を
守
り

帆
を
柾
げ
て
旧
山
を
過
ぎ
る

山
行
し
て
　
登
頓
を
窮
め

水
を
渉
り
て
涸
沿
を
尽
く
す

巌
哺
　
嶺
は
棚
畳
た
り

洲
繁
　
渚
は
連
綿
た
り

白
雲
　
幽
石
を
抱
き

緑
篠
　
清
漣
に
媚
ぶ

宇
を
葺
き
て
　
迎
り
し
江
に
臨
み

観
を
築
き
て
　
曾
な
り
し

顛

に
基
づ
く

手
を
揮
ひ
て
　
郷
曲
に
告
ぐ

三
載
　
帰
旋
る
を
期
さ
ん
と

且
く
為
に
粉
と
榎

（棺
材
）
を
樹
ゑ
よ

願
言
に
孤
か
し
む
る
こ
と
無
か
れ

（謝
霊
運

「
過
始
寧
壁
」
詩
、
『文
選
』
巻
二
十
六
）

謝
霊
運
の
故
郷
で
あ
る
始
寧
が
会
稽
郡
に
属
す
る
こ
と
は
偶
然
で
あ
ろ
う

が
、
何
故
彼
が
こ
の
時
に
な

っ
て
隠
棲
の
志
を
抱
い
た
か
を
考
え
る
と
、
次



の
三
点
が
鍵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
故
郷
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
に
対
す

る

「
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
」
の
発
生
、
及
び
政
治
的
な
挫
折
で
あ
る
。

ま
ず
故
郷
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
東
晋
に
お
い
て
北
方
出
身
の

貴
族
達
が
南
方
に
土
着
す
る
こ
と
に
な

っ
た
時
に
、
南
方
を
故
郷
と
し
て
意

識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
新
し
い
居
住
地
に
自
ら
の
墓
を
設
け
た
こ
と

に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
祖
父
謝
玄
の
原
籍
は
河
南
の
陳
郡
陽

夏

（現
在
の
河
南
省
太
康
県
）

で
あ
る
。
『
宋
書
』
巻
六
十
七
、
「
謝
霊
運

伝
」
に

「霊
運
の
父
祖
、
並
に
始
寧
県
に
葬
ら
る
。
並
び
に
故
宅
及
び
壁
有

り
。
遂
に
籍
を
会
稽
に
移
し
、
別
業
を
修
営
し
、
山
に
傍
ひ
、
江
を
帯
び
、

幽
居
の
美
を
尽
く
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祖
父
と
父
が
会
稽
の
地

に
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
謝
霊
運
に
と

っ
て
会
稽
は
故
郷
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
父
祖
が
葬
ら
れ
た
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
謝
霊
運
に
と

っ
て
生
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
愛
着
を
会
稽

に
抱
か
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
に
つ
い
て
で
あ
る
。
会

稽
は
謝
霊
運
に
と

っ
て
故
郷
で
あ
り
、
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
を
生
む
に
ふ
さ
わ
し

い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
場
所
に
対
す
る
反
応
の
第

一
義
的
な
も
の

が
審
美
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
が
会
稽
の
山
水
に
対
し
て
抱
い
た
自

然
愛
好
の
姿
勢
は
、
ま
さ
し
く
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
言
え

′０
。最

後
に
政
治
的
な
挫
折
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
謝
霊
運
は
永
初
三
年

（
四
三
二
）
に
太
守
と
し
て
永
嘉

（現
在
の
浙
江
省
温
州
市
）
に
赴
任
し
た

が
、

こ
れ
は
謝
霊
運
自
身
に
と

っ
て
は
左
遷
で
あ

っ
た
。
劉
宋
の
建
国
以

前
、
高
祖
劉
裕
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ

っ
た
劉
毅
に
仕
え
た
事
に
よ
り
、
謝
霊
運

の
政
治
的
立
場
は
元
々
不
安
定
で
あ

っ
た
が
、
後
に
庶
人
に
落
と
さ
れ
た
劉

義
真
を
担
ぎ
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
更
に
立
場
を
悪
く
し
、
執
政
徐
羨
之

の
策
謀
に
よ
っ
て
永
嘉
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
建
康
に
居
住
し
て
い
た
謝

霊
運
が
、
永
嘉

へ
赴
く
途
中
に
立
ち
寄

っ
た
会
稽
で
、
こ
の
地
を
隠
棲
の
地

と
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
は
、
謝
霊
運
が
彼
の
地
を
来
訪
者
の
目
で
見

て
、
そ
の
自
然
の
美
し
さ
を
再
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

我
々
は

一
カ
所
に
定
住
し
て
い
る
と
、
自
ら
が
住
む
土
地
が
持

つ
特
色
に
注

意
を
向
け
な
く
な
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
し
か
し
、
外
の
世
界
か
ら
の
来
訪

者
は
、
地
元
の
住
民
が
無
意
識
の
底
に
沈
め
て
し
ま

っ
た
同
地
の
特
色
に
、

新
し
い
見
方
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
謝
霊
運
が
少
年
時
代
で
は
な

く
、
左
遷
に
よ
っ
て
首
都
建
康
の
生
活
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
立

場
で
見
た
会
稽
の
自
然
は
、
来
訪
者
の
立
場
か
ら
見
て
、
よ
り
美
し
く
見
え

た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
い
さ
さ
か
事
情
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
謝
霊
運
の
隠
棲

を
見
た
と
き
、
筆
者
は
あ
る
人
物
を
想
起
す
る
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
の
人
、
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ミ
レ
ー
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
彼
は
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
に
属
す
る
画
家
で
あ
る
。
バ
ル
ビ
ゾ
ン
と

は
、
パ
リ
の
リ
ヨ
ン
郊
外
に
あ
る
農
村
で
あ
り
、
テ
オ
ド
ー
ル

・
ル
ソ
ー
や

カ
ミ
ー
ユ
・
コ
ロ
ー
を
始
め
と
す
る
画
家
た
ち
が
、
自
然
の
風
景
の
美
し
さ

に
魅
了
さ
れ
、
彼
の
地
の
風
景
や
農
民
た
ち
の
生
活
を
描
い
た
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
画
家
た
ち
が
バ
ル
ビ
ゾ
ン
に
移
住
す
る
こ
と
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に
な

っ
た
個
別
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
ミ
レ
ー
の
移
住

に
つ
い
て
は
、
そ
の
動
機
が
パ
リ
で
流
行
し
始
め
た
コ
レ
ラ
の
感
染
を
避
け

る
こ
と
の
ほ
か
に
、
彼
が
首
都
で
の
生
活
に
倦
み
疲
れ
た
た
め
で
あ

っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
グ
レ
ヴ
ィ
ユ
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
海
峡
に
臨
む
寒
村

の
生
ま
れ
で
あ

っ
た
ミ
レ
ー
は
、
絵
画
の
師
匠
に
見
い
だ
さ
れ
て
パ
リ
に
出

て
き
た
が
、
糊
口
を
し
の
ぐ
た
め
に
喧
曝
の
中
で
人
物
画
を
描
き
続
け
る
生

活
に
疲
弊
し
、
バ
ル
ビ
ゾ
ン
に
移
住
し
た
。
そ
し
て
本
来
的
に
得
意
と
し
た

風
景
画
を
描
く
こ
と
で
、
ミ
レ
ー
は
画
家
と
し
て
の
充
実
し
た
生
活
を
営
む

こ
と
が
出
来
た
と
い
う
。
生
ま
れ
た
時
代
も
環
境
も
全
く
違
う
た
め
ミ
レ
ー

の
創
作
活
動
は
直
接
の
比
較
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
首
都
建
康
か
ら
追

放
さ
れ
、
挫
折
感
を
抱
い
た
謝
霊
運
が
、
会
稽
の
地
の
山
水
の
美
し
さ
に
ふ

れ
、
隠
棲
の
志
を
抱
き
、
後
に
は
彼
の
地
を
舞
台
と
し
た
山
水
詩
を
生
み
出

し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る

一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
述
べ
た
三
点
が
、
謝
霊
運
が
会
稽
に
隠
棲
す
る
こ
と
を
決
心
し

た
き

っ
か
け
で
あ
る
。
た
だ
、
隠
棲
と
言

っ
て
も
、
謝
霊
運
が
会
稽
に
居
住

し
た
の
は
前
後
二
回
の
計
六
年
で
あ
る
。
会
稽
と
い
う
地
を
愛
好
し
な
が
ら

も
、
謝
霊
運
の
実
際
の
隠
棲
期
間
は
四
十
九
年
の
生
涯
の
八
分
の

一
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
生
活
が
完
全
に
隠
遁
を
志
向
し
た
も
の
で

あ

っ
た
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と
は
彼
の
官
歴
が
具
体
的

に
証
明
し
て
い
る
。
し
か
も
前
に
見
た
劉
義
真
宛
て
の
書
簡
が
書
か
れ
た
の

と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る

「山
居
賦
」
は
、
謝
霊
運
の
別
荘
を
写
実

的
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
創
作
の
動
機
は
、
自
己
の
持

つ
荘
園
の

見
事
さ
を
首
都
建
康
の
人
々
に
誇
示
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
謝
霊
運
が
会
稽
に
止
ま
り
な
が
ら
も
首
都
に
向
け
て
自
ら
の
生
活
の
状

況
を
発
信
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
宋
書
』
に

「隠
士
王
弘
之
、
孔
淳
之
等
と

縦
放
し
て
娯
し
み
を
為
じ
、
終
焉
の
志
有
り
。　
一
詩
有
り
て
都
邑
に
至
る
毎

に
、
貴
賎
、
競
ひ
て
写
さ
ざ
る
莫
く
、
宿
昔
の
間
、
士
庶
に
皆
な
遍
く
、
遠

近
、
欽
慕
し
、
名
は
京
師
を
動
か
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
看
取
さ

れ
る
。
会
稽
と
い
う
場
所
は
、
既
に
謝
安
や
謝
玄
の
別
荘
が
あ

っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
優
美
な
自
然
環
境
は
、
前
に
見
た
よ
う
に
建
康
周

辺
の
都
市
と
大
差
な
い
規
模
の
人
口
を
も
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
地

に
お
け
る
貴
族
の
風
雅
な
生
活
ぶ
り
も
、
建
康
の
住
人
の
耳
目
を
集
め
る
も

の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
例
は
、
王
義
之
の

「蘭
亭
の
宴
」
に
見
た

通
り
で
あ
る
が
、
王
義
之
や
謝
霊
運
は
何
故
に
会
稽
を
こ
の
よ
う
な
情
報
発

信
の
場
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
時
、
江
南
の
文
化
世
界
に
あ

っ
て
麿
山
と
会
稽
は
山
水
の
美
の
魅
力
で

人
々
を
惹
き

つ
け
る
名
所
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
自
然
環
境
の
豊

か
さ
に
よ
っ
て
、
都
市
の
人
々
の
羨
望
の
場
所
で
あ

っ
た
。

そ
う
す
る
と
王
義
之
や
謝
霊
運
等
が
都
市
人
の
注
目
す
る
地
に
住
み
、
彼

の
地
で
詩
会
を
開
き
、
詩
文
を
綴

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
畢
克
そ
れ
は
首
都
建

康
の
人
々
の
関
心
を
引
い
た
に
違
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
会
稽
が
山
水

の
美
で
名
を
馳
せ
る
場
所
で
あ

っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
謝
霊
運
等
の
詩
が

建
康
に
伝
わ
る
こ
と
は
無
か
ろ
う
。
会
稽
の
山
野
か
ら

一
足
飛
び
に
建
康
に

情
報
が
伝
わ
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
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図

一
、
文
化
と
自
然
と
の
間
隔

山
水
の
愛
好
、
別
望
の
建
設
、
田
園
詩
と
山
水
詩
と
山
水
溝
記
及
び
山
水

画
の
成
立
、
隠
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
芸
術
化
は
、
図

一
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
地
形
学
の
立
場
か
ら
都
市
を
中
心
に
郊
外
、
田
園
、
原
野
に
分
節
化
さ

れ
る
。
こ
の
図
に
お
け
る
建
康
を
会
稽
に
置
き
換
え
、
会
稽
城
市
、
郊
外

（東
田

。
蘭
亭
）
、
園
田
、
原
野
の
四
つ
に
分
節
化
す
る
と
、
浙
江
地
域
の
大

都
市
で
あ
る
会
稽
は
、
郊
外
に
あ
る
王
義
之
の
蘭
亭
及
び
原
野
に
あ
る
謝
霊

運
の
山
居
を
内
包
す
る
。
会
稽
と
建
康
の
間
に
は
主
と
し
て
官
庁
を
介
し
た

情
報
の
や
り
取
り
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
会
稽
の
郊
外
か
ら

会
稽
城
市
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
情
報
は
、
ま
ず
城
内
で
話
題
と
な
り
、
次

い
で
建
康
に
伝
わ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
会
稽
の
自
然
豊
か
な
山
野
と

首
都
建
康
と
の
間
に
、
大
都
市
で
あ
り
、
陪
都
で
あ
る
会
稽
が
存
在
し
た
か

ら
こ
そ
、
王
義
之
の

「蘭
亭
の
宴
」
や
謝
霊
運
の
山
水
詩
は
、
建
康
の
人
々

の
耳
目
を
集
め
た
と
言

っ
て
良
く
、
逆
に
言
え
ば
何
の
名
所
も
有
し
な
い
小

規
模
の
地
方
都
市
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
謝
霊
運
が
居
住
し
た
の
は
、
確
か
に
郊
外
や
山
野

で
は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
の
上
で
い
ぐ
ら
隠
遁
を
気
取

ろ
う
と
そ
の
生
涯
の
大
半
は
隠
遁
で
は
な
か

っ
た
し
、
隠
遁
の
地
は
会
稽
と

い
う
大
都
市
の
周
辺
領
域
に
存
在
す
る
た
め
、
此
処
に
住
む
こ
と
は
首
都
建

康
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
で
は
到
底
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
経
歴

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
謝
霊
運
は
機
会
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
、
再
び
首
都

二
戻
っ
て
国
政
に
携
わ
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
が
不
可

能
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
場
合
は
積
極
的
に
、
ま
た
あ
る
場
合
は
消
極

的
に
政
治
社
会
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
就
中
、

後
者
の
場
合
に
用
い
ら
れ
た
手
段
が
、
会
稽
に
お
け
る
創
作
活
動
で
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
隠
遁
を
詩
賦
に
詠
み
な
が
ら
も
謝
霊
運
の

（”
）

意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
隠
遁
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
の
現
象
は
、
謝
霊
運
よ
り
少
し
後
の
時
代
の
謝
跳

（四
六
四
～
四
九

九
）
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
南
斉
の
謝
跳
は
、
建
武
二
年

（四
九
五
）
に
宣

城
太
守
と
し
て
彼
の
地
に
赴
任
し
、
自
然
を
詠
じ
た
優
雅
な
詩
を
多
く
作

っ

て
い
る
。
そ
し
て
彼
が
宣
城
太
守
を
勤
め
た
の
は
僅
か

一
年
の
赴
任
で
あ

っ
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た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宣
城
と
言
え
ば
、
李
白
が
敬
慕
し
た
こ
と
か
ら
分
か

る
よ
う
に
謝
跳
に
縁
の
深
い
土
地
と
し
て
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
は
宣
城
は
後
に
南
斉
の
明
帝
と
な

っ
た
謂
鸞
と
深
い
繋
が
り
を
持

つ
都
市

で
あ
り
、
宣
城
に
は
講
鸞
の
幕
府
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
謝
眺
が
宣
城

の
太
守
を
拝
命
し
た
の
も
、
決
し
て
自
然
の
風
景
を
満
喫
す
る
た
め
で
は
な

く
、
明
帝
の
ブ
レ
ー
ン
と
な
り
、
よ
り
高
位
に
登
る
意
図
を
も

っ
て
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
自
然
豊
か
な
山
水
に
遊
び
、
謝
霊
運
や

謝
跳
の
よ
う
に
山
水
詩
を
作
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
隠
遁
と
は
結
び

つ
か
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
名
誉
も
地
位
も
棄
て
て
隠
遁
を
志
向
す
る
の
で

は
無
い
か
ら
こ
そ
、
王
義
之
や
謝
霊
運
は
首
都
の
人
々
の
注
目
を
集
め
る
地

で
あ
る
陪
都
会
稽
に
居
住
し
、
自
身
の
存
在
を
主
張
し
た
の
で
は
な
か

っ
た

か
。
も
ち
ろ
ん
前
述
の
よ
う
に
、
謝
霊
運
は
会
稽
の
地
を
故
郷
と
認
識
し
、

会
稽
に
対
し
て
ト
ポ
フ
ィ
リ
ァ

（場
所
愛
）
を
抱
い
た
に
は
違
い
な
い
。
だ

が
、
そ
の
目
は
常
に
首
都
建
康
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
彼
は
首
都

建
康
の
人
々
の
鑑
賞
に
堪
え
う
る
山
水
詩
を
創
作
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

お
わ

り

に

こ
こ
ま
で
、
ま
ず
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
に
つ
い
て
紹
介
し
、
次
に
陪
都
の
定
義

と
そ
の
概
念
に
つ
い
て
規
定
し
た
。
そ
れ
か
ら
王
義
之
と
謝
霊
運
と
会
稽
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
、
彼
ら
の
作
品
中
の
世
界
で
あ
る
蘭
亭
や
会
稽
の

別
壁
は
、
浙
江
地
域
の
主
要
都
市
で
あ
り
、
陪
都
で
も
あ
る
会
稽
城
市
に
近

接
し
て
お
り
、
彼
ら
が
会
稽
城
市
を
間
に
お
い
て
首
都
建
康
に
向
け
て
自
ら

の
存
在
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
前

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
王
義
之

・
謝
霊
運
と
陪
都
会
稽
と
の
関
係
は
、
陪
都
に
お
け
る
詩
人
の

創
作
活
動
の

一
つ
の
典
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
陪
都

の
詩
人
が
陪
都
に

お
け
る
生
活
を
詩
文
に
綴
り
、　
一
見
す
る
と
そ
の
土
地

に
多
大
な
愛
着
を
示

し
、
隠
遁
生
活
に
お
け
る
そ
の
営
み
を
謳
歌
す
る

一
方

で
、
そ
の
視
線
が
首

都
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
尋
陽
に
お
け
る
陶
淵
明

（三

六
五
～
四
二
七
）
や
、
晩
年
を
洛
陽
で
過
ご
し
た
白
居
易

（七
七
二
～
八
四

六
）
に
お
い
て
も
や
は
り
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
陶
淵
明
及
び
謝
霊

運
の
故
郷
が
、
そ
れ
ぞ
れ
尋
陽

。
会
稽

で
あ
る
の
は
恐
ら
く
偶
然

で
あ
ろ
う

が
、
逆
に
考
え
る
と
、
彼
ら
は
陪
都
を
故
郷
に
持

っ
た
が
故
に
、
彼

の
地
に

お
け
る
創
作
活
動
を
充
実
し
た
深
み
の
あ
る
も
の
に
成
し
得
た
と
言
え
る
。

今
回
、
陶
淵
明
と
白
居
易
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
か

っ
た
が
、

こ
の
両
者

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
の
機
会

に
論
じ
る

つ
も
り
で
あ
る
。

注（１
）
　

イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
著
、
小
野
有
五
、
阿
部

一
共
訳

『
ト
ポ
フ
ィ
リ

ア
　
人
間
と
環
境
』
（ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
、
第

一
章

「序

論
」
、
二
七
頁
を
参
照
。
初
出
は
、
メ

『
ｏ
日
●

，
ｏ

『
ｏも
ε
゛
”ヽ
計

ヽ

い
いＳ
ヽ
Ｖ
⊇
、
『
き
ま

ｏヽ
ヽ
き

さヽ
ぃ０
ヽ
「
おヽ
繊
）いざ
Ｆ

、
コ
ミヽ
ヘ
０

や
ヽ
ヽ
“さ
ご
３

（
も
『ｏ●
けけ
？
ド
”
］ｒ
国
●
∞
Ｆ
ヨ
ｏ
ｏ
」
〇
〓
欧
Ｐ
Ｚ
①ヨ
」
ｏヽ
りｏマ
・
ＨΦ
「じ
。

（２
）
　

注

（１
）
所
掲
、
『
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
』、
第
八
章

「
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
と
環

境
」
、　
一
七
九
頁
。

（３
）
　

大
室
幹
雄

『
園
林
都
市
　
中
世
中
国
の
世
界
像
』
會
一省
堂
、　
一
九
八
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五
年
）
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
鎌
田
出

「白
居
易
の

愛
し
た
風
景
―
杭
州

『
西
湖
』
へ
の
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
ー
」
（中
国
詩
文
研

究
会
編

『中
国
詩
文
論
叢
』
第
十
七
集
、　
一
九
九
八
年
）
に
、
白
居
易
と

西
湖
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
の
概
念
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

（４
）
　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
『中
日
大
辞
典
』
（増
訂
第
二
版
、
大
修
館
書
店
、

一
九
八
七
年
）
で
は

「副
首
都
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

（５
）
　

『
資
治
通
鑑
』
巻
百
十
三
、
晋
紀
二
十
五
、
安
帝
元
興
三
年

（四
〇
四
）

四
月
の
条
を
参
照
。

（６
）
　

な
お
、
安
帝
は
四
ケ
月
後
の
元
興
三
年

（
四
〇
四
）
四
月
に
桓
玄
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
江
陵
へ
と
連
行
さ
れ
て
い
る
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
百
十

三
、
晋
紀
三
十
五
、
安
帝
元
興
二
年
～
三
年

（四
〇
三
～
四
〇
四
）
の
条

を
参
照
。

（７
）
　

王
義
之
筆
、
伝
馬
承
素
模

「蘭
亭
書
」

〈八
柱
第
三
本
〉

（故
宮
博
物

院
蔵
）
。
原
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
孫
宝
文
、
申
新
仁
編

『
馬
承
素

模
蘭
亭
序
』
（歴
代
蘭
亭
序
墨
宝
三
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

を
用
い
た
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
「永
和
九
年
、
歳
在
癸
丑
。
暮
春
之

初
、
會
干
會
稽
山
陰
之
蘭
亭
。
脩
楔
事
也
。
革
賢
畢
至
、
少
長
咸
集
。
此

地
有
崇
山
峻
嶺
、
茂
林
脩
竹
。
又
有
清
流
激
瑞
哄
帯
左
右
。
引
以
為
流
錫

曲
水
、
列
坐
其
次
。
雖
無
絲
竹
管
弦
之
盛
、　
一
腸

一
詠
、
亦
足
以
暢
叙
幽

情
。
是
日
也
、
天
朗
氣
清
、
恵
風
和
暢
。
仰
観
宇
宙
之
大
、
俯
察
品
類
之

盛
。
所
以
遊
目
騰
懐
、
足
以
極
視
聴
之
娯
。
信
可
業
也
。
」

（８
）
　

『世
説
新
語
』
企
羨
篇
の
該
当
す
る
原
文
は
次
の
通
り
。
「王
右
軍
得
人

以
蘭
亭
集
序
方
金
谷
詩
序
、
又
以
己
敵
石
崇
、
甚
有
欣
色
。
」

（９
）

吉
川
忠
夫

『王
義
之
―
六
朝
貴
族
の
世
界
』
（清
水
書
院
、　
一
九
七
二

年
）
、
三
六
～
二
九
頁
及
び
六

一
～
六
七
頁
を
参
照
。

（１０
）
　

『
晋
書
』
巻
六
十
五
、
王
導
伝
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
及
賊
平
、
宗

廟
宮
室
並
篤
灰
儘
。
温
嬌
議
遷
都
豫
章
、
三
呉
之
豪
族
請
都
會
稽
。
二
論

紛
結
、
未
有
所
適
。
」
。
な
お
、
年
次
に
つ
い
て
は

『資
治
通
鑑
』
巻
九
十

四
、
晋
紀
十
六
、
成
帝
咸
和
四
年

〈三
二
九
〉
二
月
の
条
を
参
照
し
た
。

（１１
）
　

『晋
書
』
巻
六
十
四
、
簡
文
三
子

・
司
馬
道
子
伝
を
参
照
。

（‐２
）
石
川
忠
久

『陶
淵
明
と
そ
の
時
代
』
（研
文
出
版
、　
一
九
九
四
年
）
に
、

当
時
の
会
稽
に
は
荊
州

・
建
康
の
双
方
に
距
離
を
置
き
、
会
稽
の
山
水
に

遊
ぶ
こ
と
で
中
央
に
対
し
て
優
淮
の
ポ
ー
ズ
を
示
す
王
義
之
を
中
心
と
し

た
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（二
六

一
頁

を
参
昭
じ
。

（‐３
）
　

謝
霊
運
の
作
品
の
引
用
は
、
『謝
康
楽
集
』
（明

・
張
薄

『漢
魏
六
朝
百

三
家
集
』
所
収
）
よ
り
行
う
。
ま
た
作
品
の
繋
年
は
、
顧
紹
柏

『謝
霊
運

集
校
注
』
（里
仁
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）
附
録
二
、
「謝
霊
運
生
平
事
跡
及

作
品
繋
年
」
に
拠
る
。
な
お
、
「与
痘
陵
王
書
」
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。

「會
境
既
豊
山
水
、
是
以
江
左
嘉
逐
、
並
多
居
之
。
但
季
世
慕
榮
、
幽
棲

者
寡
。
或
復
才
篤
時
求
、
弗
獲
徒
志
。
至
若
王
弘
之
排
衣
婦
耕
、
鍮
歴
三

紀
。
孔
淳
之
隠
約
窮
咄
、
自
始
迄
今
。」

（‐４
）
　

矢
野
主
税

「東
晋
に
お
け
る
南
北
人
対
立
問
題
」
∩
史
学
雑
誌
』
第
七

十
七
編

。
第
十
号
、
史
学
会
、　
一
九
六
八
年
）
、
四
二
～
四
四
頁
を
参
照
。

（‐５
）
　

該
当
す
る
原
文
は
以
下
の
通
り
。
「重
運
父
祖
、
並
葬
始
寧
縣
。
並
有

故
宅
及
壁
。
遂
移
籍
會
稽
、
修
管
別
業
、
傍
山
帯
江
、
墨
幽
居
之
美
。
」

（‐６
）
　

リ
ヒ
ヤ
ル
ト
・
ム
ウ
タ
ア
者
、
大
澤
章
訳

『
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ア
・

ミ
レ
ー
』
（山
野
書
店
、
一
九
四
六
年
）
、
十
～
十
八
頁
を
参
照
。
ミ
レ
ー
に

関
連
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
同
書
を
参
考
に
し
た
。
初
出
は
、
Ｐ
争
弩
ヽ

中
国
の
詩
人
と
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
　
ー
陪
都
の
文
学
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中
国
の
詩
人
と
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
　
ー
陪
都
の
文
学

く
ｏ
一，
①ヽ
　
ヽ
ｓや
ヽ
　
「
ｏヽ
さ
６Ｓ
∽
５か
ヽヽ
Ｒ

いヽ
０ヽ

ぃ
０
Ｌ゙
ヽ
ｏ
ミ

∽ｏミ
０

」
や
ヽ

ミ
ざ
いヽ

や
Ｓ
一^
６２
ヽヽ
ま
ざ
さ
（ヽ

や
ヽ
い
さ
ｏ
や
ｏい
、ゃヽ
卜
∽
ヽ
く
　
巨
）
＞

∽
いｏ電
ｐ

ｒ
ｏ
●
Ｏ
ｏ
●
・
ド一ｏ
Ｏ
）

（‐７
）

小
尾
郊

一
『謝
霊
運
―
孤
独
の
山
水
詩
人
』
（汲
古
書
院
、　
一
九
八
三

年
）
に
お
い
て
、
謝
霊
運
が

「山
居
賦
」
を
創
作
し
た
の
は
、
宋
朝
に
対

す
る
勢
力
の
誇
示
で
あ
り
、
退
隠
と
言
い
な
が
ら
、
中
央
政
府
に
無
言
の

抵
抗
を
試
み
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
一
五
三
～

一
五
四
頁

を
参
照
）。

（‐８
）
　

『宋
書
』
巻
六
十
七
、
謝
霊
運
伝
に
見
え
る
原
文
は
次
の
通
り
。
「興
隠

士
王
弘
之
、
孔
淳
之
等
縦
放
篤
娯
、
有
終
焉
之
志
。
毎
有

一
詩
至
都
邑
、

貴
賤
莫
不
競
官
、
宿
昔
之
間
、
士
庶
皆
遍
、
遠
近
欽
慕
、
名
動
京
師
。
」

（‐９
）
　

該
図
は
注

（３
）
所
掲
大
室
氏
著
書
、
第
十
二
章

「郊
居
　
園
口
居

山
居
―
文
化
と
自
然
の
配
景
画
法
」
、
四
七
八
頁
所
掲
図

「
６６
　
山
水
趣

味
の
８
８
ｏ
霧
選
●
■

ょ
り
引
用
し
た
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
便
を
考
え

て
絵
を
省
き
、
地
名
を
枠
で
囲
っ
た
。

（２０
）
　

小
尾
郊

一
氏
は
、
『中
国
の
隠
遁
思
想
　
陶
淵
明
の
心
の
軌
跡
』
（中
公

新
書
、　
一
九
八
八
年
）
に
お
い
て
中
国
の
隠
遁
思
想
の
特
色
を
、
「隠
遁
」

が
絶
え
ず

「仕
官
」
を
意
識
し
て
行
わ
れ
る
の
が
中
国
の
伝
統
で
あ
り
、

世
捨
て
人
の
よ
う
な
人
生
を
送
る
こ
と
は
中
国
的
隠
遁
で
は
な
い
と
す
る

（
一
六
二
頁
）
。
ま
た
隠
遁
者
で
は
な
い
謝
霊
運
の
、
官
僚
と
し
て
隠
遁
を

標
榜
す
る
生
き
方
、
考
え
方
は
、
後
世
も
含
め
て
知
識
人
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（十

一
頁
）
。
な
お
、
内
山
俊
彦
氏

は

「仲
長
統
―
後
漢
末

一
知
識
人
の
思
想
と
行
動
」
「
日
本
中
国
学
会

報
』
第
二
十
六
集
、　
一
九
八
四
年
。
後
に
同
氏

『中
国
古
代
思
想
史
に
お

け
る
自
然
認
識
』
〔創
文
社
、　
一
九
八
七
年
〕
所
収
）
、
六
六
～
六
七
頁
に

お
い
て
後
漢
の
仲
長
統
を
取
り
あ
げ
、
「現
実
に
対
し
て
機
能
す
べ
き
政

治
思
想
の
一
方
で
、
心
身
の
安
定

。
充
足
を
求
め
る
態
度
に
は
、　
一
種
の

平
衡
感
覚
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
人

格
の
分
裂
で
は
な
く
、
逃
避

・
隠
逸
と
も
挫
折
と
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
朝
廷
を
視
野
に
入
れ
た
政
治
思
想
と
隠
逸
を
志
向
す

る
と
い
う
精
神
的
な
営
み
が
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
謝
霊
運
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（２‐
）
　

佐
藤
正
光

「
宣
城
時
代
の
謝
眺
」
６
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十

一

集
、　
一
九
八
九
年
）
を
参
照

（後
に
同
氏

『
南
朝
門
閥
貴
族
と
文
学
』

〔汲
古
書
院
、　
一
九
九
七
年
〕
所
収
）。
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